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は
じ
め
に

　

先
年
、筆
者
は
武
田
信
玄
の
い
わ
ゆ
る「
西
上
作
戦
」に
対
す
る
私
見
を
、拙
著『
武

田
信
玄
と
勝
頼
』（
岩
波
新
書
、二
〇
〇
七
年
）な
ど
の
か
た
ち
で
提
示
し
、そ
の
後
、

細
部
を
補
足
す
る
目
的
で
、
拙
稿
「
元
亀
年
間
の
武
田
信
玄
」（
本
紀
要
二
二
号
、

二
〇
一
二
年
）
も
発
表
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
多
隆
成
氏
か
ら
、
多
岐
に
わ
た
る
ご
批
判
が
あ
っ
た
（「
武
田

信
玄
の
遠
江
侵
攻
経
路
」『
武
田
氏
研
究
』
四
九
号
、
二
〇
一
三
年
）。
筆
者
と
し
て

は
、
そ
れ
ら
に
一
点
ず
つ
反
論
す
る
こ
と
も
考
え
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
単
な
る

反
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
文
章
に
ま
と
め
、
よ
り
広
い
読
者
を
得
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
強
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
場
で
は
、
重
要
と
思
わ
れ
る
一
、
二
の
論
点
に
限
っ
て
、
私
見
を

あ
ら
た
め
て
披
歴
す
る
こ
と
に
し
た
。
選
択
し
た
論
点
は
、「
西
上
作
戦
」
の
実
際

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
研
究
を
進
め
る
上
で
の
手
続
き

に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
に
加
え
て
新
た
な
論
点
も

多
少
盛
り
込
み
、
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
新
し
い
論
稿
に
仕
上
げ
た
い
。

　

本
稿
を
起
こ
す
に
至
っ
た
経
緯
と
、
起
稿
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
考
え
は
、
お
お

む
ね
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

一
　「
懇
望
」
と
い
う
言
葉

　

ま
ず
第
一
の
論
点
は
、「
悃
望
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
な
い
し
解
釈
に
つ
い
て
で

あ
る
。

（
史
料
１
）　
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
５
、
一
八
号

　

�

不
違
兼
日
之
首
尾
各
忠
節
、
誠
感
入
存
候
、
於
向
後
者
、
追
日
可
令
入
魂
存
分
候
、

弥
戦
功
専
要
候
、
当
城
主
小
笠
原
悃
望
候
間
、
明
日
国
中
へ
進
陣
、
五
日
之
内
越

天
竜
川
、
向
浜
松
出
馬
、
可
散
三
ケ
年
之
鬱
憤
候
、（
中
略
）
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
玄
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

道
紋

　

筆
者
は
、「
懇
望
」（
よ
り
一
般
的
と
思
わ
れ
る
こ
の
表
記
を
採
用
す
る
）
と
い
う

言
葉
を
含
む
こ
の
書
状
に
つ
い
て
、拙
稿
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た（
七
五
頁
）。な
お
、

「
西
進
説
」
と
い
う
の
は
、「
西
上
作
戦
」
の
際
に
信
玄
が
遠
江
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、

駿
河
か
ら
西
に
進
ん
で
遠
江
に
入
っ
た
の
だ
と
見
る
説
で
あ
る
。

　

西
進
説
で
は
、
文
中
の
「
小
笠
原
」
を
遠
江
高
天
神
の
小
笠
原
氏
助
で
あ
る

と
考
え
、
ま
た
、「
懇
望
候
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
氏
助
が
信
玄
に
降
伏
を
願

い
出
た
こ
と
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
信
玄
が
高
天
神
を
攻
撃
し
た
結

果
で
あ
り
、
信
玄
は
遠
江
の
南
部
に
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
信
濃
か
ら
南
進

し
た
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

研
究
報
告武

田
信
玄
の
「
西
上
作
戦
」
を
研
究
す
る

鴨　
　

川　
　

達　
　

夫
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城
主
が
降
伏
す
る
場
面
で
、
助
命
や
赦
免
が
し
ば
し
ば
「
懇
望
」
さ
れ
る
の

は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、「
懇
望
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
は
、
あ

く
ま
で
も
「
切
に
希
望
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
書
状
の「
小
笠
原
懇
望
候
」も
、「
小
笠
原
」が
希
望
す
る
の
で
陣
を
進
め
る
、

と
読
む
の
が
も
っ
と
も
素
直
で
あ
ろ
う
。「
小
笠
原
」
が
信
玄
に
前
進
を
要
求

し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
小
笠
原
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
高
天
神
の
小

笠
原
氏
助
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
材
料
は
、書
状
の
文
面
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
書
状
か
ら
高
天
神
城
主
の
信
玄
へ
の
降
伏
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
非
常
に

難
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
進
説
は
、
そ
の
重
要

な
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
多
氏
は
、
西
進
説
を
維
持
す
る
立
場
か
ら
、
お
お
む
ね
次
の

よ
う
な
批
判
を
展
開
さ
れ
た
（
五
頁
）。

こ
の
時
期
の
「
悃
望
」「
懇
望
」
の
使
わ
れ
方
は
、
そ
の
多
く
が
降
伏
が
ら
み

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
圧
倒
的
多
数
の
事
例
を
ふ
ま
え
た
解
釈
を

あ
え
て
避
け
、「
小
笠
原
が
希
望
す
る
」
の
で
陣
を
進
め
る
と
い
う
解
釈
を
持

ち
出
し
た
。

　

拙
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、「
懇
望
」
の
語

義
や
解
釈
に
つ
い
て
、
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
不
足

を
補
う
意
味
に
お
い
て
、「
懇
望
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
を
、
以

下
に
詳
し
く
申
し
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
国
語
辞
典
を
開
い
て
、
こ
の
言
葉
の
語
義
を
確
認
し
て
み
る
。

切
に
希
望
す
る
こ
と
。
ひ
た
す
ら
願
い
望
む
こ
と
。

�

（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

自
分
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
を
、
心
を
尽
し
て
述
べ
て
、
承
知
し
て
ほ
し
い
と
申

し
出
る
こ
と
。

�

（
三
省
堂
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
）

　
「
懇
望
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
語
義
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
懇
ろ
に

望
む
」
と
書
く
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
は
素
直
に
納
得
で
き
る
。
降
伏
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
、
ど
こ
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
願
い
望
む
」「
申
し
出
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
何
を
「
願

い
望
む
」
の
か
、
何
を
「
申
し
出
る
」
の
か
、
つ
ま
り
、
目
的
語
が
問
題
に
な
っ
て

く
る
。
文
中
に
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
前
後
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、

そ
の
都
度
判
断
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
前
後
の
文
章
か
ら
、
彼
我
が

厳
し
く
対
立
し
て
い
る
状
況
、
い
く
さ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
、
さ
ら
に
は
城
郭

の
取
り
合
い
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
。
こ

の
条
件
の
も
と
で
「
懇
望
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
、
彼
我

の
一
方
（
守
勢
）
が
他
方
（
攻
勢
）
に
助
命
や
赦
免
を
願
い
望
ん
だ
の
だ
、
と
い
う

判
断
が
合
理
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、「
懇
望
」
と
い
う
言
葉
が
、

降
伏
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
取
り
合
い
の
状

況
が
明
ら
か
で
、
そ
こ
に
「
懇
望
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
を
、
ひ
と
つ
だ
け
示
し
て

お
こ
う
。
こ
の
例
で
は
、
目
的
語
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

二
之
丸
悉
乗
破
、
…
城
中
及
難
儀
、
…
両
城
共
可
明
渡
之
旨
、
種
々
依
令
懇
望
、

魚
津
・
小
出
両
城
請
取
、

�

（
六
月
十
七
日
佐
々
成
政
書
状
、『
上
越
市
史
』
別
編
２
、
二
七
九
三
号
）

　

ち
な
み
に
、
戦
国
・
織
豊
期
の
日
本
語
を
伝
え
る
『
日
葡
辞
書
』
は
、「
懇
望
」

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）。

　
　

身
を
低
く
し
て
許
し
を

0

0

0

乞
い
、
あ
る
い
は
、
憐
れ
み
を

0

0

0

0

乞
う
こ
と

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
「
懇
望
」
の
使
い
方
の
一

部
の
み
を
切
り
取
っ
た
、そ
の
限
り
で
の
定
義
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。も
っ

と
も
、
数
の
上
で
は
、
こ
の
種
の
使
い
方
が
目
立
つ
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は

筆
者
も
正
し
く
認
識
し
て
お
り
、
拙
稿
で
も
「
し
ば
し
ば
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
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言
及
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
問
題
の
史
料
１
に
お
い
て
は
、「
懇
望
」
の
前
後
の
文
章
は

ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
城
郭
の
取
り
合
い
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　

答
え
は
「
否
」
で
あ
ろ
う
。「
城
主
」「
進
陣
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
、

対
立
や
戦
闘
を
思
わ
せ
る
言
葉
は
ど
こ
に
も
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
懇
望
」

に
、
降
伏
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
本
来
の
語
義
に
立
ち

戻
っ
た
上
で
、
助
命
や
赦
免
で
は
な
い
目
的
語
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
目
的
語
を
ど
う
に
も
思
い
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
数

の
上
で
目
立
つ
用
法
に
従
っ
て
お
く
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
史
料
１
の
場

合
、

　
　

小
笠
原
が
「
願
い
望
む
」
の
で
陣
を
進
め
る

と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
信
玄
の
前
進
」
が
目
的
語
で
あ
る
と
、
容
易
に
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
で
十
分
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
部
の
学
生
あ
た

り
に
、
国
語
辞
典
を
調
べ
て
史
料
１
を
説
明
せ
よ
、
と
い
う
課
題
を
出
し
た
と
す
る
。

大
半
の
学
生
が
、
筆
者
と
同
じ
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
拙
稿
に

お
い
て
、
こ
の
読
み
方
が
「
も
っ
と
も
素
直
」
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
以
上
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
取
り
合
い
の
場
面
に
お
け
る
助
命
や
赦
免
の
希
望
、
そ
の
意
味
で
の
「
懇

望
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
じ
る
場
合
、
当
該
の
取
り
合
い
が
今
後
ど
の
よ
う
に
推
移

す
る
か
、
と
り
わ
け
「
懇
望
」
を
容
れ
る
の
か
拒
む
の
か
、
そ
の
あ
た
り
ま
で
含
め

て
書
き
記
す
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
本
多
氏
が
こ
の
種
の
「
懇
望
」
の

例
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
先

ほ
ど
言
及
し
た
佐
々
成
政
書
状
の
場
合
も
、あ
わ
せ
て
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

昨
今
者
雖
種
々
悃
望
候
、
不
能
許
容
候
、

最
近
は
い
ろ
い
ろ
と
「
懇
望
」
し
て
く
る
が
、（
そ
れ
を
）
受
け
容
れ
た
り
は

し
な
い

�

（
五
月
二
十
八
日
武
田
勝
頼
書
状
、『
静
岡
県
史
』
資
料
編
８
、
七
五
九
号
）

城
主
今
日
者
種
々
雖
悃
望
候
、
不
能
許
容
候
、

城
主
が
今
日
は
い
ろ
い
ろ
と
「
懇
望
」
し
て
く
る
が
、（
そ
れ
を
）
受
け
容
れ

た
り
は
し
な
い

�

　
（
六
月
十
一
日
武
田
勝
頼
書
状
、
同
書
、
七
六
七
号
）

以
矢
文
懇
望
候
間
、
近
々
候
歟
、

矢
文
で
も
っ
て
「
懇
望
」
し
て
き
て
い
る
か
ら
、（
決
着
が
つ
く
の
は
）
近
々

だ
ろ
う
か

�

（
正
月
二
十
五
日
織
田
信
長
朱
印
状
、
同
書
、
一
三
七
〇
号
）

種
々
依
令
懇
望
、
魚
津
・
小
出
両
城
請
取
、
彼
城
主
須
田
相
模
命
を
助
、

い
ろ
い
ろ
と
「
懇
望
」
し
て
き
た
の
で
、
両
城
を
受
け
取
り
、
城
主
の
命
を
助

け
た

�

（
前
出
佐
々
成
政
書
状
）

　

と
こ
ろ
が
、
史
料
１
の
場
合
は
、「
懇
望
」
を
許
容
す
る
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と

は
書
か
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
「
陣
を
進
め
る
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
示
し
た
四
例
と
は
趣
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
史
料
１
と

こ
れ
ら
の
四
例
と
で
は
、「
懇
望
」
の
意
味
合
い
が
違
う
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
か
ら
も
、
史
料
１
の
「
懇
望
」
は
、
助
命
や
赦
免
の
希
望
で
は
な
い
と
判
断

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
多
氏
は
、
筆
者
が
圧
倒
的
多
数
の
事
例
を
あ
え
て
避
け
た
と
し
て
、
こ
の
点
を

強
く
批
判
さ
れ
た
。
よ
く
あ
る
用
法
に
た
だ
従
っ
て
お
く
だ
け
で
も
、
そ
の
文
書
を

読
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
も
っ
と
深
く
、
文
書

と
付
き
合
い
た
い
。
個
々
の
言
葉
の
意
味
は
も
と
よ
り
、
前
後
の
文
章
や
全
体
の
雰

囲
気
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
気
を
配
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
考
え
な
が
ら
、

（
３
）
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少
し
ず
つ
煮
詰
め
て
ゆ
く
―
―
、
そ
れ
が
「
文
書
を
読
む
」
こ
と
で
あ
る
と
、
筆
者

は
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
作
業
の
結
果
と
し
て
、
多
数
の
事
例
と
は
異
な
る
結
論

に
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
が

　
　
「
小
笠
原
」
が
信
玄
に
前
進
を
要
求
し
た

と
読
ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
難
癖
を
つ
け
る
た
め
に
、

無
理
を
承
知
で
奇
異
な
読
み
方
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
。
ぜ
ひ
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
。

　

最
後
に
、
蛇
足
な
が
ら
、
史
料
１
と
よ
く
似
た
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
、
参
考
の
た
め
掲
げ
て
お
こ
う
。

信
長
江
、
従
出
石
・
竹
田
、
連
々
依
為
懇
望
、
惟
任
日
向
守
至
丹
波
乱
入
候
、

信
長
へ
、
出
石
・
竹
田
よ
り
、
頻
り
に
願
い
望
ん
だ
の
で
、
惟
任
日
向
守
（
明

智
光
秀
）
が
丹
波
に
乱
入
し
た
―
―
出
石
・
竹
田
が
光
秀
の
派
遣
を
要
請
し
た

（
十
一
月
二
十
四
日
八
木
豊
信
書
状
、『
大
日
本
古
文
書
』
吉
川
家
文
書
之
一
、

九
三
号
）

　
　

従
上
口
懇
望
故
、
御
入
洛
之
御
催
最
中
候
之
哉
、

上
方
か
ら
切
な
る
希
望
が
あ
っ
た
の
で
、
上
洛
な
さ
る
ご
準
備
の
最
中
な
の
で

す
ね
―
―
上
方
の
者
が
（
足
利
義
昭
の
）
上
洛
を
期
待
し
て
い
る

　
（
四
月
二
十
六
日
島
津
義
久
書
状
、『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
十
五
、

�

一
三
八
頁
）

　

ち
な
み
に
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
書
物
が
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
が
、
三

卿
伝
編
纂
所
編
『
毛
利
輝
元
卿
伝
』
は
、
出
石
・
竹
田
は
「
共
に
援
兵
を
信
長
に
請

う
た
。
…
…
信
長
は
…
…
請
に
応
じ
、
部
将
惟
任
光
秀
を
丹
波
に
侵
入
せ
し
め
た
」

と
し
て
い
る
（
七
一
頁
）。
ま
た
、
日
本
歴
史
地
名
大
系
29
『
兵
庫
県
の
地
名
』
Ⅰ
も
、

出
石
・
竹
田
は
「
救
援
を
信
長
方
の
明
智
光
秀
に
要
請
し
て
い
る
」
と
す
る
（「
竹

田
城
跡
」
の
項
）。
い
ず
れ
も
筆
者
と
同
じ
読
み
方
で
あ
る
。

二
　
軍
隊
の
行
動
と
禁
制
の
発
給

　

第
二
の
論
点
は
、
軍
隊
の
行
動
と
禁
制
な
ど
の
発
給
の
、
関
わ
り
方
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　
「
西
上
作
戦
」
が
は
じ
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
遠
江
南
部
の
寺
社
に
対
し
て
、
武
田

家
の
朱
印
を
捺
し
た
禁
制
な
ど
が
、
合
わ
せ
て
四
通
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
日
付

と
、
受
取
人
の
所
在
地
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、

日
付
が
進
む
た
び
に
受
取
人
の
所
在
地
は
西
へ
進
み
、
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一

本
の
線
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
武
田
軍
が
駿
河
か
ら
遠
江

に
入
り
、
同
国
の
南
部
を
西
に
進
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
が
非
常
に
高
い

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

�

（
拙
稿
七
七
頁
）

　

こ
こ
ま
で
は
、
本
多
氏
も
ま
っ
た
く
同
じ
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
文
書
と
は
別
に
、
ほ
ぼ
同
じ
日
付
で
、
遠
江
北
部
の
寺
院
に
判
物
が

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
（
同
頁
）。

遠
江
の
北
部
に
あ
ら
わ
れ
た
部
隊
と
、
南
部
を
西
進
し
た
部
隊
と
を
想
定
し
、

二
元
的
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
多
氏
か
ら
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
ご
批
判
が
あ
っ
た
（
七
～

八
頁
）。南

部
に
あ
っ
た
信
玄
の
陣
地
に
、
北
部
の
寺
院
か
ら
使
い
を
送
っ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
受
給
者
の
方
が
貰
い
に
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
発
給
者
が
受
給
者
の

近
く
に
い
る
と
み
る
必
要
は
な
い
。
二
つ
の
部
隊
が
あ
っ
た
と
み
る
よ
う
な
こ

と
も
必
要
が
な
く
な
る
。

　

遠
く
か
ら
禁
制
な
ど
を
貰
い
に
来
る
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
筆
者
と
し
て
も
ま
っ
た
く
知
識
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
西
上

作
戦
」
の
最
中
に
、
山
城
の
離
宮
八
幡
宮
が
、
遥
か
遠
く
の
信
玄
に
禁
制
を
求
め
た

（
４
）
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例
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
が
小
論
を
発
表
し
て
も
い
る
（「
離
宮
八
幡
宮
の
武
田

信
玄
関
係
文
書
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
歴
史
』
七
二
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
最
近
目

に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
上
総
の
天
安
寺
（
天
南
寺
）
が
、
こ
れ
ま
た
遥
か
遠
く
の

上
杉
景
勝
か
ら
、
禁
制
を
取
り
付
け
た
例
も
あ
っ
た
（『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
編

之
二
十
、
天
正
十
三
年
九
月
是
月
条
）。

　

し
か
し
、
問
題
の
遠
江
の
事
例
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
「
遠
く
か
ら
貰
い
に
来
る
」

あ
り
方
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
話
が
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
先
ほ
ど
検
出
し
た
「
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
」
が
、
じ
つ
は

ま
ぼ
ろ
し
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
武
田
軍
は
駿
河
か
ら
遠
江
に
一
歩
入
っ

た
だ
け
で
動
か
ず
、
そ
こ
に
各
地
の
寺
社
が
禁
制
な
ど
を
貰
い
に
来
た
、
陣
地
か
ら

離
れ
た
寺
社
ほ
ど
文
書
の
日
付
が
遅
く
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
説
明
も
成
り
立
つ
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
遠
く
か
ら
貰
い
に
来
る
」
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
る
と
、
せ
っ
か
く
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
武
田
軍
の
行
動
を
、
雲
散
霧
消
さ
せ
る

結
果
を
招
く
の
で
あ
る
。

　

筆
者
と
し
て
も
、
こ
れ
は
面
白
く
な
い
。「
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
」
を

で
き
る
だ
け
活
か
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、「
遠
く
か
ら
貰
い
に
来
る
」

可
能
性
に
目
を
つ
ぶ
り
、
す
べ
て
は
受
給
者
が
「
近
く
に
い
る
軍
隊
に
駆
け
込
ん
だ
」

結
果
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
事
例
に
は
「
受
給
者
の
至

近
に
発
給
者
が
来
て
い
た
と
考
え
る
」
と
い
う
一
種
の
約
束
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
枠

の
中
で
も
の
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
は
な
は
だ

し
く
舌
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
拙
稿
の
注
63
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
た
の
は
（
八
〇
頁
）、
こ
の
「
約
束
事
」
を
何
と
か
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
な
お
、「
①
～
④
の
場
合
」
と
は
、「
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
」
の
こ
と

で
あ
る
。

戦
時
下
に
作
ら
れ
た
禁
制
や
安
堵
状
の
分
布
は
、
や
は
り
軍
隊
の
行
動
と
ま
っ

た
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。
①
～
④
の
場
合
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り

し
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。

　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遠
江
北
部
の
寺
院
に
判
物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い

て
も
、
そ
の
寺
院
の
至
近
に
武
田
軍
が
来
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
」
と
合
わ
せ
て
、
ど
う
し
て
も
「
二
元
的
に

整
理
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
拙
稿
で
は
さ
ら
に
、
北
部
に
判
物
が
、
南
部
に
は

朱
印
状
の
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
傍
証
も
示
し
た

（
七
七
頁
）。

信
玄
本
人
は
、
信
濃
か
ら
南
進
し
た
部
隊
と
と
も
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
一
方
、
駿
河
か
ら
西
進
し
た
部
隊
に
は
、
信
玄
か
ら
龍
の
朱
印
が
預
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
見
方
に
つ
い
て
も
、本
多
氏
か
ら
、次
の
よ
う
な
ご
批
判
が
あ
っ
た（
八
頁
）。

信
玄
所
用
の
家
印
で
あ
る
か
ら
、そ
の
場
合
は
や
は
り
信
玄
の
本
陣
に
置
か
れ
、

別
働
隊
に
預
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
信
玄
と
と
も
に
移
動
し

た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
で
な
い
と
、
当
主
信
玄
の
承
認

も
な
い
ま
ま
に
、
武
田
家
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
龍
の
朱
印
を
「
預
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ず
」
と
無
造
作

に
断
定
し
、
こ
れ
を
議
論
の
前
提
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
は
た
し
て
論
理
的
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
当
主
信
玄
の
承
認
も
な
い
ま
ま
に
、
武
田
家
朱
印

状
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
異
常
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

部
下
に
よ
る
代
理
決
裁
は
、
大
き
な
組
織
で
あ
れ
ば
、
今
日
で
も
随
所
で
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
理
解
に
と
ら
わ
れ
ず
、
信
頼
で
き
る
史
料
の
指
し
示
す
範
囲

で
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
え
る
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
研
究
の
進
め
方
で
あ
る
と
、
筆

者
は
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
生
身
の
人
間
の
営
み
と

（
５
）
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し
て
の
意
外
な
事
実
を
、
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　「
西
上
作
戦
」
を
演
出
す
る
偽
文
書
た
ち

　

文
書
の
真
偽
の
判
別
に
つ
い
て
は
、拙
稿
で
も
若
干
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、

本
稿
の
第
三
の
論
点
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
と
し

た
い
。「
西
上
作
戦
」
の
史
料
と
さ
れ
る
文
書
の
中
に
は
、
偽
文
書
で
あ
る
可
能
性

の
高
い
も
の
が
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
も
の
の
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
多
氏
は
、十
月
一
日
付
け
の
信
玄
の
書
状（
後
掲
）を
ふ
ま
え
て
、「
西
上
作
戦
」

開
始
の
際
に
、「
九
月
二
十
九
日
に
先
発
し
た
部
隊
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」

と
指
摘
さ
れ
た
（
一
五
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
書
状
は
、
お
そ
ら
く
偽
文
書
で
あ
ろ
う
。

　

信
玄
が
、
自
身
の
行
動
開
始
を
報
じ
た
書
状
は
、
全
部
で
四
通
が
知
ら
れ
て
い
る
。

史
料
２
が
問
題
の
書
状
で
あ
る
。

（
史
料
２
）　
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
５
、
九
九
三
号

　

�

於
越
中
賀
州
衆
輝
虎
対
陣
、
此
表
出
陣
遅
々
意
外
候
、
一
昨
日
三
州
衆
先
衆
被
遺

候
、
信
玄
者
今
朔
日
打
出
候
、
可
御
心
安
候
、
畢
竟
其
表
堅
固
御
備
肝
要
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
玄

　
　
　

謹
上　

朝
倉
左
衛
門
督
殿

（
史
料
３
）　

同
書
、
九
九
四
号

　

�

如
露
先
書
、
今
朔
日
既
打
立
候
、
弥
其
表
被
得
勝
利
候
様
、
義
景
被
遂
談
合
、
無

油
断
行
肝
要
候
、
猶
陣
中
ヨ
リ
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
玄

　
　
　
　
　
　

浅
井
備
前
守
殿

（
史
料
４
）　

同
書
、
三
〇
六
八
号

　

�

如
露
先
書
候
、
越
中
表
之
備
依
難
見
除
出
陣
遅
々
、
人
数
悉
去
廿
七
・
今
月
朔
日

立
遣
候
、
信
玄
者
只
今
令
出
馬
候
、
畢
竟
此
時
候
條
、
当
敵
可
被
討
留
御
調
略
肝

要
候
、
但
聊
爾
之
一
戦
御
用
捨
尤
候
、
猶
露
条
目
候
間
、
不
能
具
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
玄
（
花
押
）

　
　
　
　

謹
上　

朝
倉
左
衛
門
尉
殿

（
史
料
５
）　

同
書
、
九
九
五
号

　

�

只
今
出
馬
候
、
此
上
者
無
猶
予
可
及
行
候
、
八
幡
大
菩
薩
・
富
士
浅
間
大
菩
薩
・

氏
神
新
羅
大
明
神
照
覧
非
偽
候
、
義
景
被
相
談
、
此
時
可
被
開
運
行
尤
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
玄

　
　
　
　
　
　

浅
井
下
野
守
殿

　
　
　
　
　
　

同　

備
前
守
殿

　

こ
の
う
ち
、
十
月
三
日
付
け
、
朝
倉
義
景
宛
て
の
史
料
４
は
、
原
本
が
現
存
し
て

お
り
、
そ
の
写
真
（『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
一
五
〇
）
を
見
る
と
、
体
裁
に
も

文
章
に
も
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
、
正
真
正
銘
の
信
玄
の
書
状
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
状
に
「
信
玄
者
只
今
令
出
馬
候
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
信
玄
本
人
の
行
動
開
始
は
十
月
三
日
で
あ
っ
た
と
、
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

一
方
、
十
月
一
日
付
け
で
、
同
じ
く
朝
倉
義
景
宛
て
の
史
料
２
―
―
問
題
の
書
状

に
も
、「
信
玄
者
今
朔
日
打
出
候
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
「
打
出
候
」
は
「
出

発
し
ま
し
た
」
で
は
な
く
「
出
発
し
ま
す
」
で
あ
り
、
何
か
の
事
情
で
出
発
が
三
日

に
ず
れ
込
ん
だ
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
史
料
２
と
史
料
４
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、
あ
と
か
ら
書
か
れ
た
史
料
４
に
、「
一
日
に
出

発
す
る
予
定
だ
っ
た
が
」
な
ど
と
い
っ
た
文
言
が
、
普
通
は
盛
り
込
ま
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
し
い
文
言
は
な
い
。
ま
ず
こ
の
こ

と
か
ら
、
史
料
２
を
信
用
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
不
安
を
覚
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

漢
文
の
書
き
方
と
い
う
点
で
も
、
史
料
２
に
は
不
審
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
冒
頭
の

文
章
は
、

（
６
）
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於
越
中
賀
州
衆
輝
虎
対
陣
、
此
表
出
陣
遅
々

と
な
っ
て
い
る
が
、
前
段
が
「
越
中
で
加
賀
勢
が
輝
虎
と
対
陣
し
て
い
た
の
で
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
の
で
」
に
当
た
る
文
字
（「
依
」「
就
」
な
ど
）
が
、

欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
史
料
４
は
、
ほ
ぼ

同
じ
趣
旨
を
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
、
き
ち
ん
と

越
中
表
之
備
依0

難
見
除
出
陣
遅
々

と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
史
料
２
の
中
ほ
ど
に
は
、
本
多
氏
が
注
目
さ
れ
た

一
昨
日
三
州
衆
先
衆
被
遺0

候

と
い
う
文
章
が
あ
る
。「
遺
」
は
「
遣
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
遣
わ
す
主

体
は
と
い
え
ば
、
書
状
の
差
出
人
―
―
信
玄
が
遣
わ
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
被

遣
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
差
出
人
が
自
身
の
動
作
に
対
し
て
敬
意
を
加
え
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
豊
臣
秀
吉
の
朱
印
状
の
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
史
料
２
の
漢
文
に
は
、
無
視
で
き
な
い
異
常
が
含
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
状
に
対
す
る
不
安
は
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
史
料
４
の
場
合
と
違
っ
て
、
史
料
２
は
原
本
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
写
本

に
収
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
異
常
」
は
誤
写
の

結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
（「
遺
」
は
ま
ず
そ
う
で
あ
ろ
う
）、
こ
の
書
状
を

偽
文
書
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
に
は
、
な
お
検
討
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

写
本
と
い
う
言
葉
が
出
た
が
、
史
料
２
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
近
世
中
期
に

水
戸
藩
が
編
纂
し
た
、「
南
行
雑
録
」
と
い
う
史
料
集
で
あ
る
。
こ
の
史
料
集
に
、

吉
野
山
勝
光
院
所
蔵
と
し
て
、
史
料
２
は
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
「
南

行
雑
録
」
に
、
同
じ
く
吉
野
山
勝
光
院
所
蔵
と
し
て
、
浅
井
長
政
宛
て
の
史
料
３
・

史
料
５
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
二
通
が
ま
た
、
不
審
な
と
こ
ろ
の
多

い
書
状
な
の
で
あ
る
。

　

史
料
３
の
冒
頭
の
文
章
は
、

如
露
先
書
、
今
朔
日
既0

打
立
候

と
な
っ
て
い
る
。
直
ち
に
感
じ
る
の
は
、
当
時
の
書
状
の
文
章
と
し
て
は
「
既
」
の

一
字
が
し
つ
こ
い
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
試
み
に
、
こ
の
一
字
を
消
し
て
み
る
と
、

現
代
語
訳
は

前
便
で
お
知
ら
せ
し
た
、
そ
の
予
定
通
り
、
本
日
出
発
し
ま
し
た

と
な
り
、
こ
れ
で
も
十
分
に
意
味
が
通
じ
る
。

　

後
半
の
文
章
に
も
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。

無
油
断
行
肝
要
候

と
あ
る
の
は
、「（
あ
な
た
も
）
油
断
な
く
『
行
』
を
展
開
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
」

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
行
」
を
展
開
す
る
の
は
、
書
状
の
名
宛
人

―
―
浅
井
長
政
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、「
御0

行
」
と
書
か
れ
る
の
が
、

普
通
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
史
料
４
に
も
、
似
た
よ
う
な

文
章
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は

当
敵
可
被
討
留
御0

調
略
肝
要
候

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
史
料
３
は
、
必
要
と
は
思
え
な
い
文
字
が
存
在
し
、
な
く
て
は
な

ら
な
い
文
字
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
、
非
常
に
不
自
然
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

史
料
５
に
至
っ
て
は
、
さ
ら
に
問
題
が
大
き
い
。
い
き
な
り
「
只
今
出
馬
候
」
と

書
き
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
前
置
き
が
一
切
な
い
の
は
、
当
時
の
書
状
の
文
章
と
し

て
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
く
さ
に
前
向
き
に
取
り
組
む
こ
と
に

つ
い
て
、

八
幡
大
菩
薩
…
…
照
覧
非
偽
候

と
、
た
い
へ
ん
大
げ
さ
な
文
言
を
加
え
て
い
る
点
は
、
は
な
は
だ
違
和
感
が
強
い
。

何
度
も
引
き
合
い
に
出
す
よ
う
だ
が
、
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
史
料
４
に
は
、
こ

の
種
の
余
計
な
文
言
は
、
一
切
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
史
料
３
と
史
料
５
が
偽
文
書
で
あ
る
可
能
性
は
、
決
し
て
小

さ
く
な
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
同
じ
と
こ
ろ
に
、
史
料
２
も
伝
わ
っ
て

い
た
。
連
れ
の
書
状
が
い
ず
れ
も
い
か
が
わ
し
い
の
だ
か
ら
、
史
料
２
に
対
す
る
不

安
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
。
こ
こ
ま
で
材
料
が
揃
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
は

や
史
料
２
を
偽
文
書
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
、
十
分
に
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

お
気
づ
き
か
と
思
う
が
、
史
料
２
・
３
・
５
の
文
章
に
は
、
史
料
４
と
同
じ
、
ま

た
は
よ
く
似
た
文
言
が
、
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
三
通
は
、
史

料
４
を
下
敷
き
と
し
て
何
者
か
が
作
成
し
た
、
一
連
の
偽
文
書
な
の
で
あ
ろ
う
。
史

料
３
の「
既
」（
信
玄
の
出
発
が
本
当
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
）や
、

史
料
５
の
「
前
向
き
に
取
り
組
む
気
持
ち
に
偽
り
な
し
」
な
ど
を
見
る
と
、
信
玄
が

苛
立
つ
朝
倉
・
浅
井
（
信
玄
を
「
西
上
」
さ
せ
て
と
も
に
織
田
信
長
と
戦
お
う
と
し

て
い
た
）
に
よ
く
応
え
た
、
と
い
っ
た
絵
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
「
絵
」
を
望
ん
だ
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
信
玄
の
出
発

を
一
日
と
す
る
も
の
（
史
料
２
・
３
）
と
三
日
と
す
る
も
の
（
史
料
５
）
が
あ
る
の

か
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
は
、
遺
憾
な
が
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
日
を
期
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
武
田
信
玄
の
い
わ
ゆ
る
「
西
上
作
戦
」
に
つ
い
て
、
そ
の
細
部
を
あ

ら
た
め
て
検
討
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
①
言
葉
や
文
章
に
注
意
深
く
取
り
組
む
こ

と
、
②
論
理
に
矛
盾
や
独
善
が
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
こ
と
、
③
文
書
の
真
偽
の
判

別
に
気
を
配
る
こ
と
な
ど
、
総
じ
て
研
究
を
進
め
る
上
で
の
基
本
的
な
手
続
き
に
つ

い
て
も
、
筆
者
な
り
の
や
り
方
を
示
し
て
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、拙
著『
武
田
信
玄
と
勝
頼
』の
巻
末
に
、「
文
書
を
読
む
と
い
う
作
業
は
、

結
構
大
変
な
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
記
し
た
（
二
〇
四
頁
）。
そ
れ
か
ら
七
年
が
経
っ

た
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
感
想
は
い
ま
だ
に
変
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

日
に
日
に
こ
の
思
い
を
新
た
に
し
て
い
る
の
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
に

と
っ
て
、
文
書
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
文
書
と
格
闘
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

あ
え
な
く
敗
れ
去
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
の
力
量
が
足
り
ず
、

そ
の
た
め
苦
労
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
客
観
的
に
見
て
も
、

文
書
と
い
う
も
の
は
相
当
に
奥
が
深
く
、
わ
れ
わ
れ
が
容
易
に
勝
ち
を
収
め
る
こ
と

の
で
き
る
相
手
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
心
し
て
取
り
組
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

元
亀
三
年
（
一
五
七
〇
）
冬
、
信
玄
が
遠
江
・
三
河
方
面
に
侵
攻
し
た
事
実
を
、

こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
行
動
は
翌
年
に
及
び
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
信
玄
は
そ
の
ま
ま
陣
中
で
没
し
た
。

（
２
）　

取
り
上
げ
た
い
論
点
は
、
じ
つ
は
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
ま
り

次
元
の
高
い
話
で
は
な
い
の
で
、
本
文
に
載
せ
る
こ
と
は
控
え
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の

場
で
取
り
上
げ
て
お
く
。

　

史
料
１
（
本
文
一
頁
参
照
）
に
登
場
す
る
「
小
笠
原
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
拙
稿

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
、
判
断
し
た
（
七
五
頁
）。
な
お
、
こ
こ
に
出
て
く
る

十
一
月
十
五
日
付
け
の
書
状
（『
山
梨
県
史
』
資
料
編
５
、一
九
八
九
号
）
は
、
宛
所

が
失
わ
れ
て
い
る
。
文
中
に
「
誰
か
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　

 「
小
笠
原
」
に
つ
い
て
は
、
信
濃
松
尾
の
小
笠
原
信
嶺
と
い
う
人
物
が
知
ら
れ
て

い
る
。
十
一
月
十
五
日
付
け
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
信
嶺
は
「
境
目
」
に
「
在
陣
」

し
、
信
玄
に
味
方
し
よ
う
と
す
る
誰
か
が
寄
越
し
た
使
者
を
受
け
付
け
、
こ
れ

を
信
玄
の
も
と
に
送
り
届
け
て
い
る
。
松
尾
の
位
置
や
、
同
じ
書
状
で
信
玄
の

三
河
進
出
の
予
定
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
境
目
」
は
信
濃
と
三
河
の
境

目
で
あ
り
、「
誰
か
」
は
三
河
の
勢
力
の
一
員
で
あ
る
こ
と
が
、
強
く
想
像
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
信
玄
の
遠
江
侵
攻
に
と
も
な
っ
て
、
信
嶺
は
信
濃
・
三
河
の
国

境
付
近
に
進
出
し
、
三
河
の
勢
力
を
信
玄
の
味
方
と
し
て
組
織
す
る
任
務
に
当

た
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、筆
者
は
十
一
月
十
五
日
付
け
の
書
状
に
よ
っ
て
、信
玄
の
遠
江
侵
攻
、

（
７
）
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つ
ま
り
「
西
上
作
戦
」
の
際
に
、
信
嶺
が
三
河
方
面
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
説

明
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。「
誰
か
」
が
誰
で

あ
る
か
を
示
し
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
行
動
を
詳
し
く
論
じ
た
わ
け

で
も
な
い
。
そ
し
て
、
史
料
１
の
検
討
に
戻
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
で
、
筆
者
は
お

お
む
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
た
（
七
五
～
七
六
頁
）。

　
　

 

信
嶺
が
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
史
料
１
の
名
宛
人
、
三
河
の

有
力
者
で
あ
る
奥
平
道
紋
な
ど
は
、
信
嶺
の
も
と
に
出
頭
し
て
、
信
玄
に
味
方

す
る
意
志
を
表
明
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
史
料
１
の
冒
頭
の
一
節
は
、
そ

れ
に
対
す
る
信
玄
の
謝
辞
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
多
氏
は
ど
こ
を
ど
う
読
ま
れ
た
の
か
、
筆
者
は
「
誰
か
」
を
奥
平

に
特
定
し
て
い
る
、
と
受
け
止
め
ら
れ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
な
ら
奥
平
は
、

十
一
月
十
五
日
の
段
階
で
信
玄
に
味
方
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
な
の
に
、

信
玄
の
謝
辞
が
十
月
二
十
一
日
の
史
料
１
に
見
え
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
疑

問
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
四
頁
）。

　

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
筆
者
は
「
誰
か
」
が
誰
で
あ
る
か
を
示
し
た
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
十
一
月
十
五
日
付
け
と
十
月
二
十
一
日
付
け
、
二
通
の
書
状
の

内
容
の
、
整
合
性
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
議
論
も
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
疑
問

を
突
き
付
け
ら
れ
て
も
、
筆
者
と
し
て
は
た
だ
た
だ
困
惑
す
る
だ
け
で
あ
る
。
本
多

氏
は
、
筆
者
が
齟
齬
を
含
ん
だ
議
論
を
展
開
し
た
と
し
て
、
筆
者
に
は
「
何
か
大
き

な
思
い
違
い
」
が
あ
る
と
評
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
お
返
し
申
し
上
げ
る
し
か
な
い
。
失
礼
の
段
は
、
ど
う
か
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
本
多
氏
は
、
奥
平
は
七
月
（「
西
上
作
戦
」
の
開
始
前
）
の
段
階
で
信
玄
に

従
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、「
信
玄
の
出
馬
後
に
わ
ざ
わ
ざ
信
嶺
の
と
こ
ろ

に
出
頭
し
、
あ
ら
た
め
て
信
玄
に
味
方
す
る
意
志
を
表
明
す
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、
奥
平
の
動
き
に
関
す
る
筆
者
の
「
想
像
」
を
も
批
判
さ
れ

た
（
同
頁
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
ど
う
だ
ろ
う
か
。
史
料
１
の
冒
頭
に
は
、「
不
違
兼
日
之
首
尾
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
た
め
て
」
の
意
志
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
む

し
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
前
に
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

信
玄
の
出
馬
と
い
う
肝
心
の
時
機
に
、
奥
平
が
本
当
に
信
玄
に
味
方
す
る
か
ど
う
か

は
、予
断
を
許
さ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。し
か
し
、奥
平
は
事
前
の
関
係
を
守
っ

て
味
方
す
る
こ
と
を
決
め
、
信
嶺
の
と
こ
ろ
に
出
頭
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
信
玄
が
謝
辞
を
述
べ
る
―
―
、
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

（
３
）　

こ
の
批
判
は
、
筆
者
が
史
料
１
の
「
当
城
主
」
を
、「
こ
ち
ら
の
城
主
」
で
は
な
く

「
そ
ち
ら
の
城
主
」
と
解
し
た
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
当
」
が
「
そ

ち
ら
」
を
意
味
す
る
例
は
、
寺
社
宛
て
の
文
書
、
な
か
で
も
所
領
安
堵
の
文
書
に
、

し
ば
し
ば
「
当
寺
」「
当
社
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
決
し
て

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）　

本
多
氏
は
、「
西
上
作
戦
」
に
お
け
る
信
玄
に
つ
い
て
、「
先
を
急
い
で
い
た
は
ず
」

で
あ
る
と
二
度
に
わ
た
っ
て
述
べ
（
六
頁
・
七
頁
）、
こ
の
点
か
ら
も
筆
者
の
意
見
に

対
す
る
批
判
を
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
先
を
急
い
で
い
た
は
ず
」
で
あ
る
と
、
ど

う
し
て
断
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
信
玄
は

む
し
ろ
時
間
を
か
け
て
織
田
信
長
を
追
い
詰
め
る
考
え
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
七
〇
頁
）。
ま

た
、
拙
著
で
は
、
信
玄
が
そ
も
そ
も
「
西
上
作
戦
」
に
対
す
る
熱
意
に
乏
し
か
っ
た

こ
と
を
、
史
料
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
た
（
一
七
八
頁
以
下
）。
本
多
氏
の
断
定
は
、

あ
ま
り
に
も
無
造
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
問
題
を
、
後
出
の
龍
の
朱
印
を
め

ぐ
る
議
論
に
も
感
じ
る
。

（
５
）　

こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、「
論
理
を
整
え
て
研
究
を
進
め
れ
ば
こ
う
な
る
」
と
い
う

話
で
あ
り
、
実
際
に
は
、「
東
か
ら
西
へ
向
か
う
一
本
の
線
」
の
も
と
に
北
部
の
寺
院

が
「
遠
く
か
ら
貰
い
に
来
る
」
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
を
主
張
す
る
た
め
に
、
南
部
の
寺
社
は
「
近
く
に
駆
け
込
ん
だ
」、
北
部
の
寺
院

は
「
遠
く
か
ら
貰
い
に
」
と
、
根
拠
も
な
く
両
様
の
説
明
を
使
い
分
け
る
の
は
、
や

は
り
適
切
な
こ
と
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

（
６
）　

冒
頭
の
文
章（「
越
中
表
之
備
依
難
見
除
出
陣
遅
々
」）は
、武
田
軍
全
体
の
行
動
が
、

大
き
な
単
位
で
遅
れ
た
こ
と
の
説
明
で
あ
り
、
信
玄
個
人
の
行
動
が
、
二
日
遅
れ
た

こ
と
の
説
明
で
あ
る
と
は
受
け
取
れ
な
い
。

（
７
）　

筆
者
は
早
く
に
こ
の
感
触
を
得
て
い
た
た
め
、
拙
著
で
も
拙
稿
で
も
、
こ
れ
ら
を

史
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
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